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、、

民
主
主
義
は
、
理
想
の
天
国
で
も
極
楽
で
も
何
で
も
な
い
。

民
主
主
義
は
、
民
衆
の
幸
福
を
必
ず
し
も
保
証
し
な
い
。

そ
れ
は
た
だ
、
民
衆
が
被
る
苦
痛
や
悲
惨
を
必
要
最
小
限
に
喰
い
ど
め
る
た
め
の
、

ギ
リ
ギ
リ
の
工
夫
な
の
だ
!

爪
大
三
郎
(東京工業大学助教授)
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民
主
主
義
。
民
主
政
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
。

民
主
主
義
、
さ
れ
ど
民
主
主
義
」

(
1そ
れ
で
も
や

決
定
す
る
こ
と
》、
こ
れ
に
つ
き
る
。

な
ん
と
陳
腐
で
、

九
庸
に
響
〈
、
』

t
ぱ
だ
ろ
う
。

っ
ぱ
り
民
主
主
義
が
よ
い
)
な
の
で
あ
る
。
た
し

お
お
ぜ
い
で
な
く
、
自
分
ひ
と
り
し
か
拘
束
し

な
い
よ
う
な
こ
と
を
決
め
て
も
、

そ
れ
を
政
治
と

あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
今
さ
ら
口
に
す
る
の
も
お
っ

か
に
民
主
主
義
は
、
な
か
み
の
な
い
空
箱
、
筋
書

き
の
な
い
台
本
み
た
い
な
も
の
だ
。
で
も
、
だ
か

は
い
わ
な
い
。

た
だ
の
意
思
決
定
に
す
ぎ
な
い
。

〈
砕
フ
で
、

ト
レ
ン
デ
ィ
!
な
と
こ
ろ
が
ぜ
ん
ぜ
ん

ま
た
、
何
か
を
決
め
て
も
、
人
び
と
が
そ
れ
に
拘

束
き
れ
な
い
で
す
む
な
ら
、

や
は
り
政
治
と
考
え

t
、o

e
f
『
L
W

ら
い
い
の
だ
。

そ
、
」
で
は
誰
も
が

平
等
な
主
人

な
く
て
も
よ
い
。

人
聞
は
、
社
会
を
つ
く
っ
て
、

共
同
生
活
を
営

ふ
た
昔
と
も
う
す
こ
し
前
、
私
が
駆
け
出
し
の

公
。
忠
か
な
過
ち
を
犯
す
こ
と
も
ま
ま
あ
ろ
う
が

h
u
生
き
物
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

や
む
そ

大
学
生
だ
っ
た
頃
。
当
時
か
ら
も
う
、

民
主
主
義

そ
れ
を
改
め
る
チ
ャ
ン
ス
と
責
任
が
残
さ
れ
て
い

え
ず
み
ん
な
を
拘
束
す
る
こ
と
が
ら
を
決
定
す
る

必
要
が
出
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
ド
と
の
場
所
に
住

む
か
。
獲
物
を
ど
う
分
配
す
る
か
。
あ
る
役
目
に

誰
を
選
ぶ
か
:
:
:
。

政
治
は
不
断
に
必
要
と
さ
れ

は
さ
え
な
い
古
看
板
だ
っ
た
。
戦
争
直
後
の
輝
き

る。

こ
れ
よ
り
ま
し
な
政
治
の
仕
組
み
ぞ
、
人
類

て
い
る
。

こ
の
意
味
、
て
の
政
治
は

よ
く
考
え
て
み
る
と
、

は
ど
こ
へ
や
ら
、
す
っ
か
り
陳
腐
な
お
題
目
に
な

は
ま
だ
、
考
え
つ
い
て
い
な
い
で
は
な
い
か
。

ご
く
小
さ
な
集
団
の
な
か
に
も
発
見
で
き
る
こ
と

が
わ
か
る
。
夫
婦
や
家
族
の
問
、
て
も、

つ
ね
に
政

治
ふの
つ力
フ字

「が
政働
治い
」て
と L、
よる
ばの
れで
てあ
L 、る
る。

の
は

全

体
社
会

(
な
い
し

比
較
的
サ
イ
ズ
の
大
き
な
集

り
下
が
っ
て
い
た
。

団
)
で
生
じ
る
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
が

制
度
化
さ

年
若
い
私
の
よ
う
な
学
生
は

民
主
主
義
な
ど

t
い
う
も
の
を
ふ
り
か
ざ
す
「
知

識
人
」

た
ち
の
口
吻
に

欺
附
の
に
お
い
を
か
ぎ

れ
た
も
の
だ
。

誰
が
何
を
、

E
う
や
っ
て
決
め
る

つ
け
て
、
そ
ん
な
も
の
は
犬
に
喰
わ
れ
ろ
と
思
つ

民
主
主
義
と
は
ど
う
い
う
制
度
の
、
』
と
な
の
か
、

て
い
た
。
青
年
は
ロ
ベ
ス
ピ
エ
ー
ル
の
よ
う
に
、

最
初
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
い
と

話
に
な

生
硬
な
理
想
主
義
に
走
り
や
す
い
。

社
会
の
真
実

ら
な
い
。

を
直
感
す
る
少
数
者
の
存
在
を
信
じ

そ
れ
が

そ
こ
で

民
主
主
義
の
定
義
だ
が

こ
れ
は

、

dHλ

ムロ
日
;

多
数
者
の
忠
昧
に
埋
も
れ
る
こ
と
を
嫌
悪
す
る
の

政
治
制
度
の
一
種
で
あ
る
。

だ
か
ら
ま
ず
、

で
あ
る
。

と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
の
が

順
序

* 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
当
時
か
ら
考
え
る

t

私
は
な
ん
と

私
の
考
・
え
で
は

z 
E文れ
治/.:t.
1: ff[j 
l立与i
_ t.ご
ぉ、 。

ぉ、)31)
ぜ、の
い、機
の会

述
く
へ
米
た
、
』
?
と
だ
ろ
う
。

人 lこ
びも
と少
を し
拘、の
束、べ
した
てが
し
;;: 

フ
よ
フ
な

と
カf

ら
を

い
ま
の
考
え
方

J

ゼ
ひ
と
円
で
-一一一
問
え
ば
、
「
た
か
が

• 
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か
を

パ
タ
ー
ン
化
し
た
も
の
を

政
治
制
度

t

い
P

フ。

た
と
・
え
ば

王
様
が
法
律
を
決
め
る
、
信

長
が
程
蒔
き
の
時
期
ぞ
決
め
る

な
ど
が
そ

こ
の
意
味
て

い
わ
ゆ
る

「
政
治
」

う
で
あ
る
。

(
全
体
社
会
の
政
治
制
度
)
は

さ
っ
き
定
義
し
た

(広
誌
の
)
政
治
の

特
殊
ケ

l
ス
に
な
っ
て
い

る

つ
ぎ
に
い
よ
い
よ

民
主
主
義
の
定
義
だ
が

こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。
民
主
主
義
と
は
、

《
関

係
者
の
全
員
が
、
対
等
な
資
格
で
、

意
思
決
定
に

加
わ
る
こ
と
を
原
則
に
す
る
政
治
制
度
〉
を
い
う
。

関
係
者
の
全
員
と
は
、

こ
こ
で

意
思
決
定
の

結
果
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
人
び
と
す
べ
て

の
こ
と
。
た
だ
し
、
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
人
間

(彼
ら
を
拘
束
す
る
よ
う
な
、
」

t
が
ら
を
決
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
る
)
を
、
決
定
に
参

加
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
全
員
ー
と
い
っ

の、』

t
で
あ
る
。

対、て
等、 も
な、「
資、可
格、能
t 的
はな

全
貝

ま
た

特
定
の
誰
か
を
特
別
扱
い
す

.15 、ら品弘二

る
句
』
と
が

あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
た
り
し
な

30 

ぃ
、
』
と
を
い
う
。

誰
か
を
特
別
扱
い
す
る

(
た
と

民
主
主
義
と
全
員
一
殻
は
遣
う

l

民
主
主
義
と
似
て
い
る
も
の
に

全
員
一
致
制

え
ば

特
別
の
権
限
を
持
っ
た
役
目
に
つ
り
る

そ

が
あ
る
。

場
合
に
は

そ
の
こ
と
を
、
対
等
な
人
び
と
の
相

人
類
学
者
が

「
未
開
」
社
会
?
調
査
し
て
み
た

談
(
意
思
決
定
)
に
よ
っ
て
決
め
る
。

そ
の
際
、

り
、
歴
史
学
者
が
中
世
の
団
体
を
調
べ
て
み
た
り

す
る
と

も
の
ご
と
を
全
員
一
致
で
決
め
る
こ
と

の
人
の
権
限
は

み
ん
な
か
ら
粂
件
っ
き
.
て
委
任

に
な
っ
て
い
る
場
合
が
よ
く
あ
る
。

こ
れ
は
な
か

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
』
と
が

は
っ
き
り
し
て
い

な
カB

民
主
的
に
見
え
る
。

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
条
件
が
満
た
さ
れ
な
く
な

れ
ば
、
彼
は
も
と
通
り
特
別
扱
い
き
れ
な
く
な
る

t
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、

民
主
主
義
は

王
政

(
も
し
く
は
君

け
れ
ど
も
全
員
一
致
制
、て
は
、
何
か
を
決
め
よ

う
と
思
っ
て
も
、

実
質
的
な
こ
と
は
な
か
な
か
決

主
政
)
で
あ
り
え
な
い
。
王
は
さ
ま
ざ
ま
な
決
定

を
下
す
が

そ
の
権
限
が

い
つ
ど
う
い
う
粂
一
件

め
ら
れ
な
い
。

め
い
め
い
が
拒
否
権
を
持
っ
て
い

で
伎
に
与
え
ら
れ
た
の
か

は
っ
き
り
し
な
い
。

る
の

t
、
同
じ
だ
か
ら
だ
。

ゆ
え
に
こ
う
い
う
決

王
'
と
は

だ
い
た
い
が
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
。

め
方
は
、
政
治
と
い
う
よ
り

一
種
の
儀
式
な
の

王
の
権
限
に

そ
の
社
会
の
人
び

t
が
ち
っ
と
も

で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
運
命

共
同
体
に
加
わ
っ
て
い
る
こ

t
を、

確
認
す
る
た

異
論
を
唱
え
て
い
な
い

(
暗
黙
に
同
意
を
与
え
て

め
の
。民

主
主
義
は
、
全
員

一
致
と
違
っ
た
、
決
定
手

続
き
を
そ
な
え
て
い
る
。

誰
も
が
対
等
な
資
格
、
て

い
る
)
と
し
て
も
、

そ
れ
は
民
主
主
義
、
て
な
い
。

決
定
に
加
わ
れ
る
手
続
き
は

投
票
(
多
数
決
)
な

同
じ
よ
う
な
理
由
で
、

寡
頭
政
や
貴
族
政
も
、

民
主
主
義
で
あ
り
え
な
い
。

っ
て
い
る
人
も
い
る
。
投
票
に
は
実
際
、

い
ろ
い

の
で

民
主
主
義
・
イ
コ
ー
ル
・
多
数
決
、
?ζ
回
己

ろ
な
や
り
方
が
あ
り

し
か
も
、

不
合
理
な
結
果

そ
れ
に
対
し
て
、
全
員
一
致
制
で
大
切
な
の
は
、

が
生
ず
る
場
合
の
あ
る
こ
と
、
が
知
ら
れ
て
い
る

(
「
投
票
の
逆
理
」
)
。
こ
こ
で
は
、
詳
し
い
話
は

t
り

あ
え
ず
抜
き
に
し
て
(
興
味
の
あ
る
読
者
は
、
佐
伯
幹

『「き
め
方
」
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
な
ど
を
参

照
の
こ
と
)
、
全
員
一
致
と
多
数
決
が
ど
う
違
う
か

を
、
確
認
し
て
お
こ
う
。

多
数
決
は

ひ
と
り
ひ

t
り
が
異
な
っ
た
意
思

み
ん
な
が
残
ら
ず
決
定
に
加
わ
っ
た
、
と
い
う
事

実
の
ほ
う
て
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
決
定
が
成

立
す
る
た
め
に
は

全
員
が
そ
れ
に
同
意
し
て
い

(
意
見
)
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
、
前
提
に
な
っ
て

い
る
。
ど
ん
な
こ

t
を
考
え
よ
う
と
、
何
に
投
票

ーレ
L
4
-
「ノ
'と
、

そ
れ
は
個
人
の
勝
手
。

め
い
め
い
は
、

る

(
少
な
く
と
も
、

反
対
し
て
い
な
い
)
こ
と
が

い
つ
自
分
の
意
見
を
変
え
て
も
い
い
。
し
か
し
そ

れ
を
、
誰
か
か
ら
強
制
さ
れ
た
り
し
な
い
。
そ
し

て
、
特
に
重
要
な
こ
と
だ
が
、

い
っ
た
ん
社
会
的

必
要
だ
。

つ
ま
り

こ
の
制
度
の
も
と
で
は

め

決
定
が
下
さ
れ
た
(
投
票
の
結
果
、
あ
る
結
論
に

な
っ
た
)
あ
と
て
も
、
自
分
の
も
と
も
と
の
意
広

ぞ
変
え
る
必
要
が
な
い
。
決
定
は
全
員
を
拘
束
す

る
か
ら
(
政
治
の
定
義
を
参
附
…
)
、
ど
ん
な
意
見
合
持

っ
て
い
よ
う

t
(少
な
く
と
も
行
動
は
)
そ
れ
に

従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
な
に
を
考
え
る
か

は
、
そ
れ
と
関
係
な
い
。

い
め
い
が
い
つ
ま
で
も
自
分
の
意
見
に
こ
だ
わ
っ

て
い
な
い
で
、
大
勢
に
一
致
す
る
よ
う
に
と
の

不
断
の
圧
力
が
働
く
。

こ
の
よ
う
に
全
員
一
致
制
は
、
民
主
主
義
と
大

変
違
っ
た
前
提
に
立
つ
。
全
員
一
致
制
は
、
自
立

的
な
個
々
人
を
認
め
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
民

主
主
義
は
、
個
々
人
の
自
由
(
思
想
・
信
条
の
自

由
)
を
最
大
限
、
尊
重
す
る
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

少
数
意
見
を
尊
重
す
る
の
は
な
ぜ
?

民
主
主
義
は
、
少
数
意
見
を
尊
重
す
る
よ
う
に

て
き
て
い
る

J

い
っ
た
い
な
ぜ
、
少
数
意
見
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
?

こ
れ
を
、
思
恵
の
一
種
、

み
た
い
に
安
J

え
て
し

司‘"・ー~司~・---

ま
う
人
が
い
る
。
投
票
の
結
果
、
多
数
意
見
が
勝
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誤
認
ぞ
犯
す
可
能
性
の
あ
る
人
間
が

い
く
ら

ち
を
占
め
た
。

い
ま
や
多
数
派
は

何
で
も
で
き

る
。
少
数
意
見
の
持
ち
主
を
い
じ
め
た
り

追
い

大
勢
集
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

誤
謬
の
可
能
性

出
し
て
し
ま
っ
て
も
い
い
の
だ
が

い
く
ら
な
ん

が
ゼ
ロ
に
な
り
は
し
な
い
。

少
数
意
見
よ
り
多
数

て
も
そ
れ
は
か
わ
い
そ
う
な
の
で

介、つ
L
」、」「つ

意
見
の
は
う
が

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
正
し
い

少
数
意
見
を
大
事
に
す
る
。

要
す
る
に

と
い
う
蓋
然
性

(
た
ぶ
ん
そ
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

え
て

強
者
が
弱
者
に

手
心
を
加
え
て
や
る
と
い
う

す
ら
怪
し
い
も
の
だ
。

ほ
か
に
仕
方
が
な
い
か
ら
、

t
だ
ろ
う
。

と
り
あ
え
ず
多
数
意
見
に
従
う
、

と
い
う
約
束
可

ー
ー
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
し
ま
っ
た
ら
と

と
が
多
数
決
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら

多
数
H

正

民
主
主
義
の
原
則
に

し

と
い
う
こ
と
ぞ
全
然
保
証
し
な
い
。

ん
で
も
な
い
考
え
ち
が
い
。

‘
、

し
，
フ

少
数
意
見
の
尊
重
は

私
の
理
解
に
よ
る

事
実
、

あ
と
か
ら
少
数
意
見
が
正
し
か
っ
た
と

と

こ
れ
と
ぜ
ん
ぜ
ん
別
の
、
」
と
で
あ
る
。

わ
か
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
そ
の
と
き
に
は

数
意
見
だ
っ
た
人
び

t
が
考
え
ぞ
改
め
れ
ば
い
い

ま
ず
前
抗
に
な
る
の
は
、
人
聞
は
間
違
う
、

と

い
う
こ
と
だ
。

の
だ
が
、

そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
た

判
断
を

め

ず
っ
と
少
数
意
見
を
と
な
え
続
け
て
い
て

人
間
の
能
力
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら
、

誤
っ
て

間
違
っ
た
意
見
を
も
っ
、
ア
ζ

も
十
分
あ

く
れ
る
人
が
必
要
だ
。

ど
の
意
見
が
正
し
い
の
か

h
f
フ
4
0
0

個
々
人
が
お
の
お
の
意
見
を
も
っ
て
い

わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら

た
く
さ
ん
の
異
な
っ
た

る
の
は

め
い
め
い
の
倒
性
に
よ
る
と
も
考
え
ら

意
見
の
人
び

t
を
確
保
し
て
お
く
ほ
う
が
、
多
数

れ
る
し

い
ろ
い
ろ
な
間
違
い
(
誤
謬
)
を
犯
し
で

意
見
の
人
び

t
を
含
む
す
べ
て
の
人
び
と
に
と
っ

い
る
せ
い
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

て
有
利
な
こ

t
な
の
だ
。
少
数
意
見
を
尊
重
す
る

つぜ
c
に

こ
の
系
(
コ
ロ
ラ
リ

1
7と
し
て

多

の
は
、
社
会
に
と
っ
て
の
安
全
策
、
で
あ
り

~ 
7 
数

者
に
と
っ
て
の
利
益
で
も
あ
る
。

数
意
見
だ
か
ら
正
し
い
と
は
限
ら
な
い

と
い
う

、』
lι
が
言
え
る
。

少
数
意
見
を
尊
重
す
る

と
い
う
ル

l
hげ
が
ゅ
の

ー・可rr~:? _". :".~"， . • t ，.... 一 一-

， 

d〆P 

. 
一 e

ーー 、.・
. 白 ・一

ー ・ 合 、" 、
6 ・ •• .. ;. 九 ー一

・
ー 、 .

‘ー

つ
て
は
じ
め
て

安
心
し
て
討
論
(
発
言
)
で
き
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政
治

る
。
こ
の
ル

l
ル
は
、
言
論
の
自
由
に
と
っ
て
、

欠
か
せ
な
い
も
の
だ
。

人
び
と
は

自
由
に
意
見
を
変
え
る
こ
と
が
で

33 

き
る
。
だ
か
ら
誰
だ
っ
て

い
つ
少
数
意
見
に
転

落
す
る
か

わ
か
っ
た
も
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
な

っ
て
も
、
自
分
の
良
心

(
H
H

い
っ
た
ん
こ
う
だ
と

思
っ
た
こ
と
を
、
特
に
理
由
も
な
い
の
に
変
え
な

い
こ
と
)
を
貫
き
通
す
た
め
に
は
、
言
論
の
自
由
、

思
想
・
信
条
の
自
由
が
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
重

，ャ
タ

要
だ
。

自
分
が
言
っ
た
り
、

考
え
た
り
し
た
、
』
と

に
つ
い
て

処
罰
守
受
け
た
り
不
利
益
を
被
っ
た

り
し
な
い
。

こ
れ
は
民
主
主
義
の

最
低
限
の
ル

ー
ル
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義

こ
れ
と
関
連
す
る
重
要
な
問
題
と
し
て
、
報
道

の
自
由
(
読
者
、

視
聴
者
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、

知
る
権
利
)
が
あ
る
。

個
々
人
が
自
由
に
自
分
の
意
見
を
持
て
る
と
し

て
も
、
も
し
報
道
の
自
由
が
な
げ
れ
ば
、

そ
れ
は

か
た
ち
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
事
実
を
は

っ
き
り
知
る
。
そ
の
う
え
で
、
自
分
な
り
の
価
値

観
に
照
ら
し
て
判
断
念
下
す
。

そ
れ
が
意
見
な
の

だ
。
事
実
を
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
事
実
で
な

い
こ
と
を
事
実
と
思
い
こ
ま
さ
れ
た
り
し
た
ら
、

当
然
そ
の
分
だ
け
、
判
断
は
ゆ
が
む
。
他
人
の
操

そ
こ
に
入
り
こ
む
。
そ
ん
な
も
の
は
、
敢

z
f

、

利
U
・刀

密
に
は
自
分
の

「意
見
」
1
ζ

言
え
な
い
。
事
実
が

人
び
と
の
あ
い
だ
で
共
有
さ
れ
て
こ
そ
、

め
い
め

い
が
自
分
な
り
の
意
見
、
自
分
な
り
の
判
断
を
も

つ
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
。

そ
れ
ゆ
え
、
民
主
主
義
は

マ
ス
コ
ミ
な

E
報

道
機
関
の
自
由
な
活
動
と
、
密
接
不
可
分
で
あ
る
。

報
道
の
自
由
が
確
立
し
、
知
り
た
い
事
実
を
誰
も

が
自
由
に
知
る
こ
と
が
で
き
て
は
じ
め
て

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
の
判
断
も
下
せ
る
わ
け
で
あ

る
。
こ
こ
で

「知
り
た
い
事
実
」
に
は、

「誰
が
ど

ん
な
意
見
を
持
っ
て
い
る
(
い
た
)
か
」

の
知
識

も
含
ま
れ
る
唱

ほ
か
の
人
の
意
見
も
十
分
参
考
に

し
な
け
れ
ば
、
成
熟
し
た
意
見
守
持
つ
こ

t
は
む

ず
か
し
い
。

民
主
主
義
を
覆
そ
う
と
す
る
人
聞
が
ま
っ
先
に



日一一色一一一一--一一一一一一

4
メ
ダ
ル
「
お
い
ら
も
自
白
だ
」
(
一
七
八
九
年
)

考
え
る
こ
と
は
、
だ
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な

ど
言
論
界
の
正
常
な
活
動
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ

る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
民
主
主
義
は

人

脚
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

転
べ
ば

民
主
主
義
も
転
ん
で
し
ま
う
。
逆
に
言

う

t
、
民
主
主
義
を
正
常
に
作
動
さ
せ
る
た
め
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
良
心
(
吾
一
旦
珊
を
、
言
論
の
価

値
規
準
だ
け
に
よ
っ
て
律
す
る
こ
と
)

は
不
可
欠

日
本
の
言
論
人
に

(
だ
が

な
の
だ

こ
こ
の
と

しろ
て‘を
何 iよ
人ん
し、と
るう
t:: (こ

ろわ
う告
か ま

え

て

1 る
人
カZ

果

政
治
制
度
は
不
可
能
)

み
た
い
に
思
え
る
。

て
も
、

そ
ん
な
こ
と
は
ち
っ
と
も
な
い
の
で
あ

'コ
て

民
主
主
義
と
は
と
て
も
言
え
な
い
よ
う
な

状
態
(
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
全
体
主
義
や
、

ス
タ
ー
リ
ン
主

義
)
に
、
社
会
が
コ
ロ
ツ
と
変
化
し
て
し
ま
う
と
い

4

、

う
mvも

つ
い
最
近
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
人
権
宣

一回
に
書
い
て
あ
る
こ
と
(
民
主
主
義
は
、
人
類
不

.・

変
の
原
理
で
あ
る

な
ど
)
I;l:. 

一
種
の
フ
イ
ク

シ
ョ
ン
(
都
合
の
よ
い
よ
う
に
考
・
え
つ
い
た
理
屈
)
な

の
で
あ
る
。

、、
晶子
、

サ，，ゅ，，

こ
の
先
も
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
民

主
主
義
は
た
だ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

だ
か
ら
絵
空

一
や
さ
、
で
す
ま
せ
る
の
で
は
、
民
主
主
義
が
現
実

の
政
治
制
度
と
し
て
機
能
し
て
い
る
理
由
が
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

正
し
さ
の
続
準
は
「
手
続
き
」
に
あ
り

民
主
主
義
の
原
則
守
一
貫
し
た
立
場
と
し
て
主

張
し
て
ゆ
く
と

ど
う
し
て
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を

取
り
入
れ
ざ
る
を
え
な
い

と
、
』
ろ
が
出
て
く

る
)
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。

と
い
う
よ
う
な
、
原
則
的
な
(
だ
か
ら
大
事
な
)

問
題
を
、
ま
だ
ま
だ
い
く
ら
も
議
論
し
て
い
け
る

け
れ
ど

こ
こ
ま
で
で
い
ち
お
う
、
民
主
主
義
の

大
枠
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思

ぅ
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
民
主
主
義
が
ど
う
し
て
も
、

一
程
の
制
度
と

い
う
か

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
(
虚
構
)

と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
と
い
う
話
を
し
よ
う
。

こ
れ
は
民
主
主
義
を
、
実
社
会
の

い
ろ
い
ろ
な
場

面
に
活
か
し
て
い
こ
う
'
と
す
る
場
合
、
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
こ
と
だ
。

* 

民
主
主
義
は
、
数
あ
る
政
治
制
度
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、

(当
然
の
、
』
と
だ
が
)
歴
史
的
に
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
天
然
自
然
に
、
は
お
っ
て
お
い

た
ら
、
社
会
が
民
主
主
義
に
な
っ

て
し
ま
っ
た

な
ん
で
い
う
こ
と
は
ま
か
り
間
違
っ
て
も
な
い
。

く
E
い
よ
う
だ
が

も
う
一
回
、
強
調
し
て
お

く
。
民
主
主
義
は
、
人
為
的
な
制
度
(
わ
れ
わ
れ

が
、
意
識
的
に
、
努
力
し
て
組
み
立
て
て
い
か
な

そ
れ
は
、
民
主
主
義
が
、
「
手
続
き
に
よ
る
正
当

化
」
と
い
う
論
理
を
そ
な
え
て
い
る

(
そ
れ
し
か

な
い
)

か
ら
だ
。

民
主
主
義
.
で
あ
る
か
ら
に
は
、
民
衆
(
人
び

t
全

員
)
の
意
思
を
汲
ん
で
、
政
治
に
反
映
さ
せ
、

意
思

決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
意
思

を
、
ど
う
や
っ
て
知
る
の
か
?

あ
る
ひ
と
り
の

人
間
の
意
思
を
知
る
の
な
ら
簡
単
だ
。
本
人
に
訊

け
ば
い
い
。
数
人
の
人
間
の
意
思
を
知
る
の
も
同

じ
こ
と
で

ぞ
う
む
ず
か
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
、
何
十
万
人
、
何
百
万
人
も
の
人
間
の
意

関
心
を
知
る
と
な
る
と

そ
う
簡
単
に
は
い
か
な
い
。

か
り
に
本
人
た
ち
に
訊
い
て
ま
わ
っ
た

t
、
』
ろ
で

ゴ
チ
ャ
ゴ
チ
ヤ
に
な
る
の
が
オ
チ
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
代
わ
り
に
、

選
挙
(
投
票
)
み
た
い
な
制
度
を
工

夫
す
る
。
そ
し
て
、

Z 

の
1:. *'古
考果
え に
る
こ人
とび
に と
すの
る、意

思
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、

投
票
結
果
・
イ
コ
ー
ル
・
民
衆
(
選
挙
民
)
の
品
目
山

関
心
、
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
い
い
と
し
よ
う
。

き

て

人
び
と

の
ヰ
芯
思
が

こ
の
よ
う
に

な
ん
ら
か
の
制
度
を

通
じ
て
表
明
さ
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ
と
す
る
と

い
と
、
す
寸
壊
れ
て
し
ま
う
制
度
)
で
あ
る
。
人
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為
的
だ
か
ら
、
人
聞
の
自
然
な
感
情
(
そ
ん
な
も

に
逆
ら
っ
て
も
不
思
議
は
な

の
が
あ
る
と
し
て
)

ぃ
。
な
ん
て
憎
た
ら
し
い
こ
と
を
言
う
奴
、

殴
り

つ
け
て
や
ろ
う
、
と
思
っ
て
も
、

そ
う
は
い
か
な

ぃ
。
相
手
が
言
論
て
(
手
ぞ
出
き
な
い
で
口
だ
け

で
)
や
っ
て
い
る
限
り
は
。
民
主
主
義
て
や
る
以

上、

め
い
め
い
に
自
制
が
要
求
さ
れ
る
。

そ
p

フ
い

う
努
力
を
惜
し
ま
ず
、
民
主
主
義
を
守
り
育
て
て

い
か
な
い
と
、
民
主
主
義
は
す
ぐ
民
主
主
義
、
て
な

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

民
主
主
義
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
自
覚
的
に

選
択
し

そ
の
あ
と
も
日
々
選
択
し
つ
づ
け
、
意

識
的
に
手
を
か
け
て
や
ら
な
い
と
、
す
寸
壊
れ
て

し
ま
う
、
も
ろ
い
制
度
な
の
で
あ
る
。

* 

憲
法
や
人
権
宣
言
な

E
を
読
む
と
、

た
し
か
に
、

思
想
・
信
条
の
自
由
や
、
言
論
の
自
由
な
ど
の
人

権
は
、
人
類
不
変
の
原
理
で
あ
っ
て
、
何
人
も
奪

う
こ
と
は
で
き
な
い
、
な
ど
と
書
い
て
あ
る
。
こ

う
い
う
「
人
権
」
を
認
め
る
と
、
そ
こ
か
ら
ス
ト

レ
ー
ト
に
民
主
主
義
が
導
か
れ
る

(
そ
れ
以
外
の

問
題
が
生
じ
る
。
制
度
は

A
て
も
B
て
も
、

C 

で
も
あ
り
う
る
。
早
い
話
が
、
選
挙
制
度
に
し
て

も
、
中
選
挙
区
制
も
小
選
挙
区
制
も
、
比
例
代
表

制
も
あ
り
な
わ
け
だ
。
し
か
し
そ
の
ど
れ
で
あ
る

か
に
よ
っ
て
、
選
挙
結
果
は
違
っ
て
く
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
(
か
り
に
同
じ
意
見
を
持
っ
て
い
る
人

び
tι
が
投
票
し
た
と
し
て
も
)
制
度
の
い
か
ん
で

異
な
っ
た
意
思
が
表
示
さ
れ
て
し
ま
う
、

と
い
う

こ
と
に
な
る
で
は
な
い
か
。

E
の
制
度
で
も
い
い
の
な
ら
、

そ
の

E
れ
か
で

な
け
れ
ば
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。
そ
れ
は
、
民

衆
の
意
思
に
何
種
類
も
あ
り
え
て
、

そ
の
ド
ζ

れ
が

本
物
な
の
か
決
め
手
が
な
い
と
い
う
こ
と
て
も

あ
る
。
こ
れ
は
と
て
も
具
合
の
悪
い
こ
と
だ
。

こ
う
し
て
、
民
衆
の
意
思
を
表
明
す
る
制
度
を

E
れ
に
決
め
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ

た
ぶ
ん
唯
一
の
方
法
は
、

る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
、

こ
の
制
度
そ
の
も
の
も
、
民
衆
の
意
思
に
よ
っ
て

選
択
す
る
、
』b
だ
ろ
う
。

そ
う
す
れ
ば
い
ち
お
う
、

民
主
主
義
の
原
則
は

首
尾
一
貫
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

こ
こ
に

ま
た
問
題
が
生
じ
る
。
制
度
を
選
択
す
る
民
衆
の
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意
思
は
、
で
は

E
う
や
っ
て
表
明
さ
れ
る
の
か
。

民
主
主
義
の
内
部
の
ど
こ
か
に
、
実
体
と
し
て

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
な
に
か
の
制
度
的
な
手
続
き

正
し
さ
の
規
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
神
様
と

(
た
と
え
ば
投
票
)
に
よ
っ
て
、
表
明
さ
れ
る
以
外

民
衆
を
導
く
最
高
権
威
者
、

み
た

か
王
様
と
か

に
あ
る
ま
い
。
と
す
る
と
、
問
題
は

一
段
先
送

い
な
存
在
が
い
る
わ
け
で
は
な
い

(
強
い

τ吾一口え

り
(
と
い
う
か
、
後
戻
り
)
し
た
だ
け
で
、
ち
つ

続、ら (.1
き、こ一

主主菜
し、は fご
く、、It
E昔、意、刀
ま、忠、そ
れ、決、れ

ぶ:ま:長
ど、形、 T:'

;二学:会
がる、ろ

た、之
最め、。
終の、だ
的手、か

と
も
解
決
に
な
っ
て
い
な
い
こ

t
が
わ
か
る
。

結
論
と
し
て

こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
民

主
主
義
の
原
則
の
も
と
で
は

な
正
し
さ
の
規
準
に
な
る
。
こ
れ
が
、

「民
主
主
義

↓
制
度
↓
意
思
(
選
択
)
↓
制
度
↓
意

は
手
続
き
を
重
視
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
な
か
み

思
(
選
択
)
↓

で
あ
る
。

と
い
う
連
鎖
が
、
ど
こ
ま
で
も
続
い
て

い
る
こ
と

に
な
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
民
主
主
義
の

具
体
的
な
制
度
と

民
衆
の
意
思
と
の
聞
に
、
左

民
衆
が
先
か
、
制
度
が
先
か
?

図
の
よ
う
な
循
環
(
自
己
言
及
の
ル
l
プ
)
が
あ
る

す
る
と
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
民
主
主
義
は

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

制
度

t
意
思
と
が

最
初
い
っ
た
い

E
う
や
っ
て
始
ま
っ
た
の
か

互
い
に
基
礎
づ
け
あ
う
、

と
い
う
意
味
で
、

民
王

い
う
こ
と
が
疑
問
に
な
る
。

主
義
は
‘
自
己
準
拠
す
る
シ
ス
テ
ム
な
の
だ
。
こ

こ
の
解
決
は

二
通
り
し
か
な
い
は
ず
だ
。
①

れ
は

(
近
代
)
民
主
主
義
の
宿
命
で
あ
る
。

制
度
と
無
関
係
に

(
あ
る
い
は
制
度
の
外
側
に
)

コ一一日一日
民
衆
の
意
思
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る

t
考

え
る
か
そ
れ
と
も
、
②

E
ん
な
民
衆
の
意
思
に

も
先
立
っ
て
す
で
に
制
度
が
あ
っ
た
は
ず
だ
、
と

考
え
る
か
。
こ
の

E
ち
ら
か
な
の
だ
。

ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
民
主
主
義
は
、

そ
れ
を
、

そ
う
い
う
こ
と
は
、
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
必
ず
そ

制
度
の
端
緒
に
ま
つ
わ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か

う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
」
と
は
な
い
。

に
、
閉
じ
こ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
②
の
構
成
を
と
っ

て
い

日
本
国
憲
法
は

い
っ
ぽ
う
②
の
解
決
は
、

民
主
主
義
の
誕
生
す

る

一
九
四
七
年
か
ら
効
力
を
も
っ
た
こ
の
憲
法

る
以
前
に
、
民
主
主
義
の
基
礎
を
与
え
る
制
度
守

は
、
旧
窓
法
(
大
日
本
帝
国
憲
法
)
を
改
正
す
る
か

認
め
る
点
、
て
、
伝
統
主
義
に
一
歩
譲
っ
た
か
た
ち

た
ち
に
な
っ
て
い
て

そ
の
合
法
的
な
連
続
性
を

に
な
っ
て
い
る
。
革
命
(
合
法
性
の
断
絶
)
で
な

担
保
す
る
中
心
に

天
皇
が
い
る
。
天
皇
と
民
主

く
、
民
主
主
義
へ
の
合
法
的
、
連
続
的
な
移
行
。

主
義
と
の
関
係
が
、
わ
が
国
の
民
主
主
義
の
、
最

ー員五:
." 

， 

①
の
解
決
は
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民
主
主
義
を
選
択
す
る
巨
大
な

意
思
(
最
初
の

一
歩
)
が
あ
っ
た
、

t
想
定
す
る
。

こ
の
意
図
心
か
ら
出
発
す
る
の
が
、
社
会
契
約
説
な

、ノ
J

-

。

fυ
i
J

l

 

制
度
の
な

い
状
態
(
自
然
状
態
)

の
も
と

で
、
人
び
と
(
民
衆
)
が
集
ま
っ

て
、
ど
ん
な
社
会

を
こ
し
ら
え
ょ
う
か
と
相
談
し
、
契
約
を
交
わ
す
。

こ
の
契
約
(
意
思
の
一
致
)
の
う
え
に
、
制
度
が
形

成
さ
れ
る
の
だ
。
本
当
は
そ
ん
な
契
約
な
ん
か
な

い
や
百
も
承
知
で
も
、

か
っ
た
こ
と
を
う
す
う
す
、

民
主
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ー
グ
は

こ
の
フ
ィ
ク
シ

ヨ
ン
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
伝
統
や
慣
習

に
縛
ら
れ
た
社
会
を
喰
い
破
っ
て
、
民
衆
が
社
会

の
主
人
公
に
な
る
の
だ

t
い
う
主
張
(
市
民
革
命
の

と

思
想
)
を
広
め
る
の
に
、
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
大

い
に
役
立
っ
た
。
民
主
主
義
へ
の
信
念
と
、

こ
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
表
装
一
体
の
関
係
に
あ
る
。

制
度
の
外
側
に
あ
っ
て
、
制
度
を
作
っ
た
り
壊

し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
民
衆
の
意
思
。
こ
れ

を
カ
ー
ル

・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
憲
法
制
定
権
力

t

よ
ん
だ
。
合
法
的
手
続
き
に
よ
ら
な
い
で
制
度
を

改
変
す
る
作
用
は
、
民
主
主
義
の
観
点
、
て
は
、
暴

力
で
あ
る
。

一
切
の
暴
力
を
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
か

大
の
謎
の
部
分
だ
。
こ
こ
を

E
う
解
釈
す
る
か
が

戦
後
の
思
想
家
に

t
っ
て
、
大
き
な
試
金
石
に
な

る
だ
ろ
う
。

日
本
を
占
領
し

そ
の
民
主
化
を
は
か
っ
た
ア

メ
リ
カ
は
、
深
慮
遠
謀
に
よ
っ
て

こ
の
選
択
を

し
た
(
詳
細
は
私
の
『
冒
険
と
し
て
の
社
会
科
学
』

毎
日
新
聞
社
、
を
参
照
)
。
選
択
を
し
た
の
は
ア
メ

リ
カ
だ
か
ら
、

日
本
の
民
衆
が
、
』
の
シ
ス
テ
ム
を

自
覚
的
に
選
択
し
た
わ
り
で
は
な
い

(
急
い
で
つ

け
加
え
る
と

そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て

日
本
の

民
衆
が
、
」
の
シ
ス
テ
ム
を
支
持
し
て
い
な
い
わ
け

で
は
な
い
)
。
と
も
か
く
、
民
主
主
義
の
初
期
条
件

を
め
ぐ
っ
て
、
不
透
明
な
わ
だ
か
ま
り
が
残
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
民
衆
が
み
ん
な
で
民
主
主
義
を

作
り
ま
し
た
」

t
言
う
の
は

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

し
か
な
い
。
で
も
、
だ
か
ら
民
主
主
義
は
イ
ン
チ

キ
だ
あ
、
と
反
応
す
る
だ
け
な
ら
、
あ
ま
り
に
も

幼
稚
で
あ
ろ
う
。
こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
政

治
の
修
羅
場
を
数
か
ぎ
り
な
く
く
ぐ
り
ぬ
け
た

37 
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現
実
的
{
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
)
な
大
人
の
知
忠
が

結
自
問
し
て
い
る
の
だ
。

民
主
主
義
は
、
理
想
の
天
国
て
も
極
楽
(
パ
ラ
ダ

イ
ス
)
で
も
何
で
も
な
い
。
民
主
主
義
は
、
民
衆
の

幸
福
を
必
ず
し
も
保
証
し
な
い
。
そ
れ
は
た
だ

民
衆
が
被
る
苦
痛
や
悲
惨
を
最
小
限
に
喰
い
と
め

る
た
め
の
、
ギ
リ
ギ
リ
の
工
夫
な
の
だ
。

民
主
主
義
も

政
治
で
あ
る
。
そ
し
て

ど
ん

民
主
主
義
の
制
度
を
引
実
に
か
た
ち
づ
く
る
に
は

国
家
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る

(
そ
れ
以
外
の
方
法

民
主
主
義
を
パ
ラ
色
に
描
き
す
ぎ
て
は
い
り
な

ぃ
。
人
間
の
作
る
制
度
で
あ
る
以
上
、

民
主
主
義

な
政
治
も
、
「
全
日
只
を
拘
束
す
る
」
と
い
う
政
治
の

本
性
か
ら
言
っ
て
、

抑
圧
的
で
あ
る
。
こ
の
意
味

の
抑
圧
を
、
民
主
主
義
が
な
く
し
て
し
ま
え
る
わ

け
で
は
な
い
。

民
主
主
義
が
な
く
そ
う

t
し
て
い
る
の
は
、
意

思
決
定
の
合
法
性
(
手
続
さ
的
な
正
し
き
)
ぞ
踏
み

つ
ま
り
、
暴
力
で
あ
る
。

に
じ
る
あ
ら
ゆ
る
傾
向
、

民
主
主
義
の
原
則
を
貫
く
か
ぎ
り
、

そ
の
シ
ス
テ

は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
知
ら
れ
て
い
な
い
)
。
そ
し

て
、
国
家
は
、
暴
力
を
独
占
す
る
と
こ
ろ
に
成
り

立
っ
て
い
る
の
だ
。
国
家
が
暴
力
を
独
占
す
る
か

ら
こ
Z
、

そ
の
内
部
の
政
治
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
暴

も
、
そ
こ
そ
こ
い
い
加
減
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

実
際
に

民
主
主
義
を
動
か
し
て
み
る

t
、
あ

ム
の
内
部
、
て、

暴
力
が
大
手
を
ふ
っ

て
ま
か
り
通

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
、
政
治

権
力
の
前
で
は
絶
対
的
な
弱
者
で
あ
る
民
衆
の
ひ

t
り
ひ

t
り
を
守
る
た
め
に
、

必
要
な
、
」
と
な
の

力
と
無
関
係
に
、
民
主
主
義
の
原
則
に
よ
っ
て
子

続
き
合
理
的
に
運
営
、
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

民
主
主
義
の
特
長
は
、
だ
か
ら
こ
の
よ
う
に
、

抑
圧
/
暴
力
を
分
離
す
る
と
こ
ろ
に
、
』
そ
あ
る
。

抑
圧
と
暴
力
が
結
合
す
る
最
悪
の
政
治
形
態
を
防

?
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
、
社
会
の

な
か
の

一
部
の
者
が
、
残
り
の
者
た
ち
に
対
し
て

抑
圧
的
か
つ
暴
力
的
に
ふ
る
ま
う
可
能
性
を
、
防

止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
類
は
な
が
い
問
、

治
権
力
を
恋
意
的
に
ふ
り
回
す
、
』
の
種
の
暴
君
に
、

苦
し
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て

ょ
う
や

ち
こ
ち
で
つ
じ
つ
ま
の
合
わ
な
い
部
分
が
出
て
く

る
。
そ
れ
を

め
い
め
い
が
犠
牲
を
払
っ
て
、
な

A
J

、。
J
F

，
 民

主
主
義
も
、
暴
力
と
無
縁
で
あ
り
え
な
い
。

る
。
し
か
し
、
な
に
が
事
実
か
を
最
後
に
決
め
る

の
は
裁
判
所
だ
か
ら
、

ど
う
し
ょ
う
も
な
い
。
子

く
近
代
社
会
が
た

E
り
つ
い
た
さ
し
あ
た
り
の
解

決
が
、
民
主
主
義
な
の
で
あ
る
。
民
主
主
義
に
は

欠
点
も
少
な
く
な
い
が

そ
れ
で
も
、
政
治
権
力

ん
と
か
体
裁
を
つ
く
ろ
っ
て
い
く
。
民
主
主
義
は

ポ
ン
コ
ツ
自
動
車
の
よ
う
な
も
の
だ
。
乗
り
合
わ

せ
た
乗
客
が
、
あ
ち
こ
ち
修
繕
し
た
り
、
後
ろ
か

ら
押
し
た
り
し
な
い
と
、
動
か
な
い
の
で
あ
る
。

政

か
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
乗
り
捨
て
よ
う
に
も
、
ほ

か
に
適
当
な
代
わ
り
の
乗
り
物
が
見
つ
か
ら
な
い
。

続
き
の
正
し
さ
を
最
終
根
拠
に
す
れ
ば
、
多
く
の

真
実
が
埋
も
れ
て
し
ま
う
。
真
実
は
べ
つ
の

t
こ

ろ
に
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
手
続
き
上
正
し

い
決
定
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
と
い
う
苛
酷
さ
を
覚
悟
し
て
お
く
べ
き
な

の
だ
。
毒
ニ
ン
ジ
ン
の
盃
を
仰
い
だ
ソ
ク
ラ
テ
ス

-
。
死
刑
に
な
る
あ
な
た
を
、
救
う
す
べ
は
誰

に
も
な
い
。

民
主
主
義
の
も
と
で
、
人
と
人
と
の
関
係
は
、

制
度
的
な
手
続
き
の
枠
組
み
を
通
じ
て
し
か
決
ま

っ
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
最
低
限
、
あ
あ
誰
そ
れ
き

ん
は
有
罪
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
当
は
違
う
か

も
わ
か
ら
な
い
な
、

と
い
う
留
保
を
残
し
て
お
く

の
暴
走
を
喰
い

t
め
る
た
め
の
、

も
っ
と
も
有
効

そ
ん
な
も
の
な
の
だ
。

た
か
が
こ
ん
な
民
主
主
義
を
守
る
た
め
に
、
極

端
な
場
合
に
は
、
命
ぞ
失
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
だ
つ
で
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
日

あ
な
た
が
、
無
実
の
罪
、
て
逮
捕
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

裁
判
の
結
果
、
な
ん

t
死
刑
が
確
定
。
裁
判
も
人

聞
の
や
る
こ
と
だ
か
ら
、
間
違
う
こ

t
だ
っ
て
あ

て
、
政
治
的
判
断
を
下
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。

民
衆
に
と
っ
て
も
、

よ
り
よ
い
状
態
(
幸
福
)
が
実

べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が

民
主
主
義
を
生
き

な
政
治
制
度
で
あ
る
の
は
確
か
だ
。

ず
、
そ
し
て
、
非
能
率
、
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

民
主
主
義
は
、
他
の
ど
ん
な
政
治
制
度
よ
り
も
す

ヤ
れ
て
い
る
。
な
ぜ

そ
う
言
え
る
の
か
。

現
さ
れ
る
は
ず
だ
・
・
・

優
れ
た
少
数
者
に
よ
る
政
治
は

e

，、、‘，

L.、

ふ

J

L
ふ

J
L

る
人
間
の
、
最
低
限
の
思
い
や
り
と
い
う
も
の
で

ぁ，る。き
て

そ
う
い
う
い
い
加
減
さ
に
も
か
か
わ
ら

民
主
主
義
の
対
抗
馬
に
は

ろ

ろ
優、あ
れ、り
た、う

ん
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
言
い
分

(
民
主
主
義
は
非
能
率
で
、
し
ば
し
ば
誤
っ
た
決
定

を
し
、
:
:
:
)
も
、
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

決
定
の
「
質
」
だ
け
を
考
え
る
な
ら
、

、
T
7
い
'
7

る
け
れ
ど
も
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、

少
数
者
に
よ
る
政
治
を
あ
げ
よ
う
。
優
れ
た
少
数

者
に
よ
る
政
治
よ
り
も
、
民
主
主
義
が
な
ぜ
す
ぐ

れ
て
い
る
か
を
、
以
下
、
て
の
べ
た
い
。

民
主
主
義
で
は
、
誰
で
も
同
等
な
資
格
で
、
政

治
に
参
加
す
る
。

い
わ
ば
、
素
人
の
政
治
で
あ
る
。

政
治
む
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
や
り
方
だ
ろ
う
。

で
は
民
主
主
義
は
、
愚
か
な
大
衆
に
政
治
の
主

導
権
を
ゆ
ず
り
渡
す
、
愚
か
な
制
度
な
の
だ
ろ
う

カ

さ
れ
ど
民
主
主
義

民
主
主
義
は
、
政
治
制
度
と
し
て
「
安
定
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
少
数
者
に
よ
る
政
治
に
代
え
が

た
い
利
点
だ
、

と
私
は
思
う
。

少
数
者
に
よ
る
政
治
を
唱
え
る
人
び
と
は
号
一
守
フ
。

民
衆
は
能
力
に
欠
け
る
。
利
己
的
で
あ
る
。
踊
さ

れ
や
す
く
、
大
勢
順
応
的
で
あ
る
:
:
;
。

か
り
に

そ
の
う
ち
の
あ
る
者
は
、
政
治
に
関
心
が
な
く
、

あ
る
者
は
、
教
育
が
な
く
て
、
必
要
な
情
報
ぞ
判

断
す
る
能
力
を
欠
い
て
お
り
、
あ
る
者
は
、

ち

じ
る
し
い
偏
見
や
か
た
よ
っ
た
思
想
傾
向
を
も
っ

て
お
り
、
あ
る
者
は
、
頭
が
固
く
て
、
新
し
い
考

t
が、

形
式
的
な
手 こ
続れ
きら
にの
の、人
つ.び

そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も

そ
れ
は
一
時
的

え
に
つ
い
て
い
け
な
い
、

等
々
。
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討
論
を
重
ね
、

と
っ
て
意
思
決
定
を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
ぞ
れ

が
最
善
の
選
択
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ

り
、
適
性
の
あ
る
少
数
者
(
そ
れ
は
、
テ
ク
ノ
ク

ラ
l
卜
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
共
産
党
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
し
:
:
:
)
が
、
民
衆
に
代
わ
っ
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な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
情
報
の
流
れ
に
偏
り
が

民
主
主
義
の
強
み
は

政
治
に
か
か
わ
る
人
び

t
の
あ
い
だ
に

一
切
の
差
別
を
も
う
け
て
い
な

あ
る
か
ら
。
教
育
の
普
及
に
偏
り
が
あ
る
か
ら
。

そ
う
い
う
基
礎
条
件
が
変
化
し
て
し
ま
え
ば

少

い
点
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
こ
れ
は
、
社
会
の
実

態
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
海
を
ま

数
者
に
よ
る
政
治
は
ど
う
対
応
す
る
の
だ
ろ
う
。

き
わ
め
て
安
価
に
大
量
に
、

地

つ
平
ら
で
あ
る
と
考
え
る
よ
う
な
も
の
だ
。
海
と

情
報
は
い
ま
、

球
大
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
と
同
時

い
う
も
の
は

い
つ
で
も
波
立
っ
て
い
て
、
決
し

に
、
教
育
や
所
得
の
平
準
化
を
求
め
る
動
き
も
、

て
平
ら
で
は
な
い
。

し
か
し
、
平
均
な
り
、
長
期

的
な
趨
勢
な
り
を
と
れ
ば

そ
れ
は
平
ら
で
あ
る
。

ず
っ
と
続
い
て
い
る
。
今
後
ま
す
ま
す
、
相
対
的

に
政
治
的
椛
利
を
奪
わ
れ
て
い
る

(t考
え
る
で

そ
う
す
る
こ
と
は
間
違
い
で
な
い
。
同
じ
よ
う
に

あ
ろ
う
)
民
衆
が
、
少
数
者
に
対
し
て
、
民
主
主

民
衆
を
ま
っ
た
く
対
等
な
大
勢
の
人
び
と
の
集
ま

義
の
実
現
(
民
衆
に
対
す
る
権
力
の
委
譲
)
を
求
め

り
と
考
え
る
こ
と
は
、
現
実
的
な
態
度
で
あ
る
。

て
、
運
動
を
お
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ι、t
し
r
L

も
っ
と
重
要
な
こ
と
は

そ
れ
が
倫
理

的
に
正
当
化
で
き
る

(
誰
か
ら
も
文
句
の
つ
け
よ

民
主
主
義
で
な
い
政
治
制
度
の
も
と
で
は
、
条

件
さ
え
整
え
ば
い
つ
で
も
、

民
主
主
義
を
求
め
る

う
が
な
い
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

運
動
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て

情
報
が

E
の
よ
う
に
伝
わ
ろ
う
と

人
び
と
が

、』'寸ノ

し
た
民
主
化
運
動
が
起
こ
る
こ
と
(
多
数
派
と
な

ど
れ
だ
け
真
実
を
知
ろ
う
と

く
つ
が
え
る
こ
と

っ
て
い
く
こ
と
)
自
体
、

そ
の
社
会
、
て
民
主
主
義

の
な
い
政
治
制
度
。
民
衆
の
能
力
が
向
上
す
れ
ば

そ
受
け
入
れ
る
条
件
が
整
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

す
る
ほ
ど
、
本
来
の
機
能
を
発
揮
す
る
政
治
制
度
。

の
だ
。
こ
の
運
動
が
起
こ
ら
な
い
の
は

も
う
民

そ
う
い
う
成
熟
し
た
制
度
、

そ
れ
ほ
ど
ま
で
安
定

主
主
義
ぞ
実
現
し
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
民

主
化
運
動
に
よ
っ
て
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
な
い
と
い
う
意

し
た
制
度
を
、
わ
れ
わ
れ
は
民
主
主
義
の
ほ
か
に

知
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
民
主
主
義
こ
そ
、
他
の
ど

昧
で
、

民
主
主
義
は
安
定
し
て
い
る
。

ん
な
政
治
制
度
に
も
ま
し
て
、
す
寸
れ
て
い
る
し

-
|
「
愛
は
地
球
を
救
う
」
と
い
う
感
動
的
で
有
意

す
け

E

や
は
り
設
に
で
も
人
を
愛
す
る
と
い
う

義
な
テ
レ
ビ
番
組
が
あ
っ
て
私
も
大
好
き
な
の
で

気
持
ち
は
あ
る
わ
け
で
す
し
|

|
。

す
が

や
は
り
こ
れ
だ
け
世
の
中
が
複
雑
に
な
っ

呉

そ
う
や
っ
て
「
愛
」
を
ひ
と
く
く
り
に
語
る

て
き
て
し
ま
う
と
、
す
べ
て
の
人
び
と
が
「
愛
」

と
こ
ろ
に

そ
も
そ
も
君
の
過
ち
が
あ
る
ん
だ
よ
。

と
い
う
普
遍
的
か
つ
基
本
的
な
原
理
に
立
ち
返
っ

漠
然
と
人
を
愛
す
る
と
言
っ
た
っ
て
、
男

t
女
の

「愛
」
と
、
人
類
愛
と
か
博
愛
な
ん
で
い
う
と
き
の

て
、
そ
こ
か
ら
も
う
い
ち
ど
出
直
す
こ
と
も
必
要

だ
と
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
|
|
。

「愛
」
は
、
ま

っ
た
く
違
う
も
の
だ
ろ
。
だ
い
た
い

呉

(
笑
)
ち
ょ
っ

t
待
て
。
愛
が
「
普
遍
的
」
で

「
愛
」
な
ん
て
歴
史
的
な
概
念
な
ん
だ
か
ら
、
ち
つ

「基
本
的
」
な
原
理
だ
な
ん
て

い
っ
た
い
誰
が
決

と
も
普
遍
的
じ
ゃ
な
い
。

め
た
ん
だ
い
?

|

|
誰
が
決
め
た
と
お
っ

し
ゃ
ら
れ
て
も
困
り
ま

維
持
す
る
値
打
ち
が
あ
る
と
思
う
。

た
だ
し
、
残
念
な
こ
と
が
あ
る
。

日
本
の

後
)
民
主
主
義
は

い
く
つ
か
の
理
由
に
よ
っ
て

大
変
虚
弱
で
体
質
の
弱
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ

し
て
、

率
直
に
言
っ
て
、

「
民
主
主
義
を
守
ろ
う
」

と
か
「
民
主
主
義
は
大
切
だ
」
と
か
言
っ
て
ま
わ

っ
て
い
る
思
想
家
や
団
体
に

ち
っ
と
も
魅
力
が

な
い
こ
と
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
民
主
主
義
に

こ
び
り
つ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
、
民
主
主
義
の
肩

営
持
つ
な
ん
て
、
ち
っ
と
も
カ
ッ
コ
ウ
い
い
こ
と

で
な
い
。

け
れ
ど
も
、

わ
れ
わ
れ
の
民
主
主
義
を

せ
め

て
も
う
少
し
タ
フ
で
成
熟
し
た
も
の
に
変
え
て
い

い
ま
の
日
本
に
と
っ
て
重
要
だ
。
ち

ょ
っ

t
考
え
て
み
る

t
、
そ
の
こ
と
は
よ
く
わ
か

〈
、
』
d

と
が

る
と
思
う
。
も
っ
と
日
本
人
は

お
と
な
に
な
ろ

ぅ
。
政
治
の
責
任
を
分
か
ち
あ
お
う
。
そ
の
た
め

に
骨
身
を
惜
し
ま
な
い
人
聞
が
、
何
千
万
人
も
出

て
こ
な
い
と
、

日
本
は
ち
っ
と
も
生
き
や
す
い
社

全
に
な
っ
て
い
か
な
い
。
そ
し
て
、
尊
敬
で
き
る

社
会
に
も
な
っ
て
い
か
な
い
に
違
い
な
い
。

;ま

• 

|
|
由
力
と
女
の
「
愛
」
も
、

歴
史
的
な
概
念
だ
と

お

'つ

セし
ニや

ヨる

l の
ボで
スす
と か
L 、?

フ'
フ
フ
ン

ス
の
歴
史
~ 
ザー

呉者
の
名
言
に
、
「
愛
、
こ
の
偉
大
な
る
十
一
世
紀
の

発
明
」
と
い
う
の
が
あ
る
そ
う
だ
。

つ
ま
り
ヨ

l

ロ
ッ
パ
で
も
、
恋
愛
は
近
代
の
萌
芽
期
に
発
明
さ

れ
た
も
の
な
ん
だ
な
。
男
と
女
が
対
等
な
関
係
、
て

愛
し
あ
う
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
と
か

い
っ
さ
い
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